
『
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
物
語
』
に
お
け
る

「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

60　（732）・

木

奇

良

平

婁
憩
ヘ
ン
リ
ぞ
パ
ス
ケ
ヴ
4
が
・
7
i
ゴ
リ
遠
征
物
思
の
里
程
の
魑
を
歴
欝
に
取
扱
い
・
単
に
用
語
面
か
ら
の
蟹
で
は
そ
の
決
一

定
的
証
拠
を
芒
得
な
い
と
し
て
い
る
の
は
全
い
が
・
†
＋
三
世
紀
に
お
け
る
広
い
藻
で
の
「
ル
↓
」
と
い
学
寮
は
た
だ
宗
教
的
毒
味
の
み
へ

を
持
つ
と
し
て
い
る
の
は
う
な
づ
け
な
い
・
当
時
・
そ
の
一
難
は
宗
譜
の
み
な
ら
ず
・
繁
節
国
講
意
味
を
多
分
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
｝

あ
る
・
し
か
し
・
彼
が
「
物
書
の
著
漠
そ
れ
誓
か
れ
た
と
さ
れ
る
＋
二
世
聾
時
・
全
く
智
れ
な
か
っ
た
意
味
を
そ
の
　
暴
に
与
え
・
ま
た
作
品
…

が
種
々
の
説
明
し
難
い
点
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
偽
作
と
し
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
物
語
」
で
は
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
　
蕎
葉
　
一

は
・
宗
諮
お
よ
び
量
的
・
つ
ま
り
政
治
的
幽
家
的
で
な
く
・
麗
海
藻
を
持
っ
て
い
る
が
・
こ
の
ξ
の
用
法
は
互
に
矛
盾
し
・
ま
た
援
惰
｝

法
竿
二
措
の
轟
覧
ら
れ
な
い
用
法
で
あ
る
か
ら
・
「
物
語
」
が
＋
笹
紀
の
も
の
で
あ
る
ン
」
と
織
め
て
疑
わ
・
い
・
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

瞠
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
『
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
物
語
』
屯
し
く
は
『
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
諏
』
と
は
、

一
一
八
五
年
に
行
わ
れ
た
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
・
セ
ー
ヴ
ェ
ル
ス
キ
ー
公
イ

ー
ゴ
リ
父
子
の
遊
牧
斑
ポ
ロ
ヴ
エ
ツ
人
に
対
す
る
遠
征
を
題
材
と
し

た
叙
事
詩
で
、
十
二
世
紀
末
の
作
品
と
さ
れ
る
竜
の
で
あ
る
。
そ
の

名
士
戸
は
一
渦
い
。
そ
れ
は
「
キ
エ
フ
。
ロ
シ
ヤ
時
代
の
武
士
二
連
術
の
廟
配

念
塔
と
し
て
、
古
代
ロ
シ
ヤ
の
国
畏
叙
事
詩
中
記
録
と
し
て
残
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
る
唯
一
の
貴
重
な
も
の
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
、
世
界
の
多
く
の

国
の
三
葉
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
　
「
ロ
シ
ヤ
国
艮
の
天
才
的
作
織
の

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
つ
」
と
讃
え
ら
れ
、
　
「
輝
や
か
し
い
文
学
記
念
碑
」
と
も
豊
口
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
。
　
「
古
代
ロ
シ
ヤ
詩
の
最
高
峰
」
、
「
比
肩
を
許
さ
な
い
偉
大
な
作

⑤晶
」
等
々
、
　
『
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
諏
』
に
贈
ら
れ
た
讃
辞
は
数
限
り
な

く
、
い
ず
れ
も
最
高
級
の
も
の
で
あ
る
。



『イー一一ゴ舅遠征物藷』における「fレ　一一シ」という言葉について（木麟）

　
こ
の
『
物
瓢
叩
』
の
発
見
、
そ
れ
は
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
の
治
世
も
終

り
に
近
づ
い
た
一
七
九
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
発
見
者
は
ア
ー
・

イ
ー
・
ム
シ
ン
n
プ
ー
シ
キ
ン
。
彼
が
、
こ
の
年
、
プ
ス
コ
フ
の
ス

バ
ソ
・
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
ス
キ
i
修
道
院
の
院
長
か
ら
受
け
と
っ
た
手
書

本
の
中
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
ム
シ
ソ
騒
プ
ー
シ
キ
ン
は
、
こ
の

右
写
本
か
ら
一
通
の
写
し
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
女
帝
に
捧
げ
た
。
　
一

方
、
歴
史
家
ヵ
ラ
ム
ヂ
ソ
は
、
一
七
九
七
年
、
雑
誌
『
ス
ペ
ク
タ
ト

匝
ー
ル
・
ド
・
ノ
ル
ド
』
の
中
で
、
そ
の
発
見
を
報
告
し
た
。
そ
し

て
三
年
、
ム
シ
ソ
ー
ー
プ
ー
シ
キ
ソ
は
、
そ
の
原
文
に
当
時
の
ロ
シ
ヤ

語
訳
を
附
し
て
、
　
『
物
語
』
を
一
般
に
刊
行
し
た
。
一
八
0
0
年
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
の
一
八
一
二
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
遠
征
の
際
の

モ
ス
ク
ワ
の
大
火
は
、
ム
シ
ン
藝
プ
ー
シ
キ
ン
の
見
出
し
た
手
書
本
、

一
八
○
○
蔵
版
の
大
部
分
を
奪
い
去
っ
た
。
こ
う
し
て
、
そ
の
後
は

残
さ
れ
た
女
帝
の
為
の
写
本
、
一
八
O
O
年
版
に
お
さ
め
ら
れ
た
原

文
を
も
と
と
し
て
、
原
作
の
復
元
に
努
力
が
続
け
ら
れ
、
今
日
に
至

っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
古
代
μ
シ
や
親
玉
の
名
篇
と
書
わ
れ
る
『
イ
ー

ゴ
リ
遠
征
物
語
』
が
、
十
二
世
紀
の
作
品
で
は
な
く
、
も
っ
と
後
世

の
作
出
だ
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
偽
作
説
の
第
一
陣
は
、
エ
ウ
ゲ

二
一
・
ボ
ル
ポ
ヴ
ィ
チ
ノ
ー
フ
、
リ
ュ
ミ
ャ
ソ
ツ
ォ
フ
な
ど
で
あ
っ

た
。
　
『
遠
征
謙
』
が
発
見
さ
れ
て
閥
も
な
く
の
こ
と
、
ボ
ル
ポ
ヴ
ィ

チ
ノ
ー
フ
は
、
　
『
物
語
』
の
用
語
が
そ
れ
程
古
い
も
の
で
は
な
く
、

十
六
世
紀
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
リ

ュ
ミ
ャ
ソ
ツ
ォ
フ
は
、
そ
れ
は
明
ら
か
な
偽
作
で
あ
る
と
し
て
、
十

八
世
紀
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ボ
ム
シ
ソ
鰭
プ

ー
シ
キ
ン
自
身
、
ま
た
は
カ
ラ
ム
ヂ
ソ
が
偽
作
し
た
の
だ
と
主
張
す

る
も
の
さ
え
あ
っ
た
。

　
や
が
て
、
一
八
四
〇
年
代
に
至
っ
て
、
偽
作
説
は
カ
チ
ェ
ノ
フ
ス

キ
ー
や
、
セ
Y
コ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
熱
心
な
支
持
者
を
見
出
し
た
。

彼
ら
は
、
古
代
ロ
シ
ヤ
文
学
に
お
け
る
『
物
語
』
に
匹
敵
す
る
芸
術

作
庭
の
欠
如
、
　
『
物
語
』
の
絹
語
が
、
他
の
古
代
ロ
シ
ヤ
文
学
記
念

碑
の
用
語
と
類
似
性
を
持
た
な
い
と
い
う
そ
の
誉
語
的
特
徴
を
指
摘

し
て
、
そ
の
偽
作
た
る
こ
と
を
説
い
た
。
　
　
　
　
　
．

　
し
か
し
、
そ
の
後
、
　
ロ
シ
ヤ
詳
聞
伝
承
文
学
、
古
い
用
語
の
調

査
・
研
究
が
、
広
く
行
わ
れ
て
、
　
『
遠
征
課
』
の
用
語
が
ほ
ぼ
十
二

世
紀
頃
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
と
な
っ
た
。
そ
の
間
に
あ

っ
て
竜
、
　
『
物
語
』
に
対
す
る
疑
が
消
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、

真
正
説
は
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
た
か
の
如
く
で
あ
っ
た
。
現
ソ
ヴ
ェ
ト
の

61　（733）



古
代
ロ
シ
ヤ
文
学
者
、
グ
ー
ヂ
ィ
な
ど
は
、
　
「
一
八
四
〇
年
代
に
寿

い
で
す
で
に
、
こ
の
懐
疑
論
者
の
位
概
は
全
く
、
明
ら
か
に
批
判
に

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

耐
え
な
く
な
っ
て
い
た
」
と
さ
え
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
世

紀
の
四
〇
年
代
に
至
っ
て
、
偽
作
説
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
メ
ー
ゾ
ン
三

二
に
よ
っ
て
、
三
度
活
発
に
展
閥
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
メ
…
ゾ

ソ
説
に
対
し
て
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
を
先
頭
と
す
る
反
対
派
の
学
者
達
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

激
し
い
反
論
を
加
え
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
よ
う
と
い
う
の
は
、
こ

の
「
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
諦
偽
作
説
」
の
検
討
で
あ
る
。

　
さ
て
、
　
『
物
語
』
が
偽
作
で
あ
る
か
ど
う
か
の
論
争
・
は
、
今
ま
で

主
と
し
て
、
そ
の
用
語
が
十
二
世
紀
の
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
を

中
b
と
し
て
展
開
さ
れ
て
来
た
。
　
「
物
語
真
正
説
」
を
と
る
人
肉
も
、

こ
の
点
に
大
き
な
努
力
を
払
っ
て
来
た
。
し
か
し
、
あ
る
回
心
の
真

偽
の
闘
題
は
、
そ
の
作
昂
の
用
語
が
何
時
頃
の
屯
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
け
で
解
決
さ
れ
よ
う
か
。
其
偽
の
確
定
は
、
単
に
用
語
面
の

み
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
来
歴
、
内
容
、
精
神
な
ど
の
色
女
の

方
面
か
ら
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、

も
し
『
遠
征
諦
』
の
用
語
が
十
二
世
紀
頃
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

遠
征
諏
偽
作
説
は
「
用
語
の
面
か
ら
だ
け
で
も
否
定
さ
れ
る
も
の
』

で
は
な
く
て
、
　
「
絹
語
の
面
に
つ
い
て
の
み
言
え
ば
否
定
さ
．
れ
る
も

の
」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
く
り
返
し
て
言
え
ば
．
た
と
え
、
そ

の
朋
語
が
十
二
世
紀
の
・
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
『
物

語
』
の
真
正
性
を
確
証
し
得
る
竜
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
点
、
単
に
用
語
面
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
色
女
の
角
度
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

そ
の
著
『
ル
ー
シ
の
起
源
』
の
中
で
「
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
謹
偽
作
説
」

を
な
し
た
・
ハ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
の
立
場
は
充
分
正
当
で
あ
る
。
さ
て
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
皿
．
物
語
』
を
偽
作
だ
と
す
る
理
由
は
幾
多
あ
る
が
、
そ
の
主
張
の

主
た
る
根
回
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
ロ
シ
ヤ
の
古

名
と
さ
れ
る
「
ル
～
シ
」
と
い
う
書
葉
の
意
味
を
研
究
し
、
そ
の
言

葉
が
十
二
世
紀
当
時
、
次
の
二
つ
の
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
①
狭
い
範
囲
を
さ
す
使
い
方
と
し
て
、

キ
エ
フ
、
チ
エ
ル
ニ
ゴ
フ
、
ペ
レ
ヤ
ス
ラ
ヴ
リ
の
三
州
だ
け
を
指
す
、

政
治
・
地
理
的
意
味
、
㈲
ス
ラ
ヴ
人
お
よ
び
非
ス
ラ
ヴ
人
を
含
め
て
、

ロ
シ
ヤ
・
ギ
リ
シ
ア
正
教
を
信
仰
す
る
す
べ
て
の
人
々
、
お
よ
び
そ

の
住
地
を
指
す
宗
教
的
な
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
雷
う
、
　
「
こ
の
政

治
・
地
理
的
、
お
よ
び
宗
教
酌
な
ル
ー
シ
と
い
う
書
葉
の
二
重
の
意

味
に
つ
い
て
の
、
わ
れ
わ
れ
の
命
題
に
、
一
体
、
ど
う
い
う
轡
ハ
料
が

矛
盾
す
る
だ
ろ
う
施
」
と
・
こ
れ
に
箆
て
・
「
；
、
唯
；
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

有
名
な
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
物
語
だ
け
で
あ
る
」
と
，
こ
う
し
て
主
張
す

62　（734），



1辱一ゴリ遠羅物語』における「ノレーシ」という書黎について（木llの

る
、
　
「
遠
征
諏
の
著
者
は
、
そ
の
作
品
が
書
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
時

代
に
、
全
く
知
ら
れ
ゆ
な
い
漁
恩
味
を
ル
ー
シ
と
い
・
う
営
夕
汐
に
与
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
偽
作
た
る
こ
と
を
自
ら
暴
露
し
て
い
る
」
と
。

こ
れ
が
パ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
の
『
物
語
』
を
偽
作
と
す
る
主
た
る
根
拠
な

の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
彼
の
「
物
語
偽
作
説
」
の
検
討
は
、
一
に
『
遠
征
識
』

に
お
け
る
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
が
果
し
て
彼
の
主
張
す
る
如
く

で
あ
る
か
を
見
れ
ば
良
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
本
稿
は
、
　
『
物

語
』
に
現
わ
れ
る
「
ル
…
シ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
調
べ
、
以
て

パ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
の
「
遠
征
諏
偽
作
論
」
の
当
否
に
及
ぼ
う
と
い
う
竜

の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
　
古
代
ロ
シ
ヤ
史
の
根
本
問
題
の
一
つ
た
る

「
ル
ー
シ
問
題
」
解
明
に
、
せ
め
て
も
の
手
掛
り
を
得
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

＝
　
「
物
語
」
に
お
け
る
「
ル
ー
シ
」
の
用
法

　
さ
て
、
パ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
が
、
十
二
世
紀
当
時
「
ル
ー
シ
」
と
い
う

言
葉
に
は
、
政
治
・
地
理
的
意
味
と
宗
教
的
意
味
以
外
は
な
い
と
い

う
論
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
十
二
世
紀
に
キ
エ
フ
の
ペ
チ
ェ

ル
ス
キ
ー
修
道
院
に
お
い
て
畿
目
か
れ
た
キ
エ
フ
年
代
…
記
に
現
わ
れ
る

．「

求
c
シ
扁
と
い
う
雷
葉
は
、
明
ら
か
に
宗
教
的
意
味
を
持
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
に
お
け
る
「
ル
ー
シ
」
と
い
・
2
冒
葉
の
前

後
に
は
、
き
ま
っ
て
、
「
神
し
と
か
、
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
な
ど
と
い

う
言
葉
が
見
ら
れ
、
そ
の
言
葉
は
「
異
教
徒
」
と
い
う
書
葉
、
　
「
神

を
信
ぜ
ざ
る
も
の
」
と
い
う
書
葉
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

「
ル
…
シ
」
と
は
「
異
教
徒
」
に
対
す
る
言
葉
で
あ
り
、
　
「
神
」
に

守
ら
る
る
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
．
る
。
　
「
ル

ー
シ
の
地
の
為
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
為
に
」
が
、
一
つ
の
慣
用
句

を
な
し
、
　
「
神
」
は
常
に
「
ル
ー
シ
」
に
味
方
し
、
　
「
異
教
徒
」
に

　
　
　
　
⑬

対
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
　
『
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
物
語
』
に
お
け
る
「
ル
ー
シ
」

と
い
う
言
葉
は
、
民
族
的
・
国
家
的
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
と
、
パ

ス
ケ
ヴ
ィ
チ
は
言
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言

葉
の
胴
法
は
十
二
世
紀
当
時
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
『
遠
征
諏
』

の
偽
作
た
る
の
何
よ
り
の
証
拠
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
果
し
て

そ
う
で
あ
る
か
、
こ
の
点
か
ら
見
て
行
う
。

　
さ
て
、
　
『
物
語
』
の
一
八
○
○
年
版
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
原
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

中
に
、
　
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
は
三
〇
現
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
点

画ハ

ｷ
る
に
、
　
バ
ス
ケ
ヴ
～
チ
の
結
…
払
嗣
に
凹
反
し
て
、
　
『
物
甑
暇
』
中
の
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「
ル
ー
シ
」
と
い
う
｝
…
＝
筒
葉
も
ま
た
『
ギ
エ
フ
年
代
記
』
と
同
様
、
宗

教
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
『
遠
征
謳
』
に
お
い
て
も
、
「
ル
ー
シ
の
地
」
と
い
う
書
算
は
「
ポ

ロ
ヴ
ェ
ツ
の
地
」
　
と
い
う
言
葉
に
対
応
し
　
「
ル
1
シ
」
は
　
「
異
教

徒
」
に
対
応
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
イ
ー
ゴ
リ
は
、
ル
…
シ
の
地
の
為
に
、
ポ
ロ
ヴ
ニ
ツ
の
地
さ
し
て
、
雄
々

　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
き
軍
を
進
め
た
り
。

　
御
身
よ
、
コ
ン
テ
ャ
ク
を
、
異
教
の
賎
し
き
を
射
ち
給
へ
。
ル
ー
シ
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
為
に
、
イ
ー
ゴ
リ
の
、
雄
々
し
き
ス
ヴ
ャ
ト
ス
ラ
フ
の
子
が
瘍
の
為
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
そ
の
時
、
異
教
の
輩
共
、
勝
闘
挙
げ
つ
つ
、
ル
ー
シ
の
地
に
攻
め
入
り
ぬ
。

　
「
ル
ー
シ
の
地
」
に
は
「
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
の
地
」
と
い
う
言
葉
が
、

「
ル
ー
シ
人
」
（
ル
シ
ー
チ
i
又
は
ル
シ
ー
ツ
ィ
）
に
は
「
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ

人
」
　
（
ポ
ロ
ゥ
ッ
ィ
）
が
、
　
「
ル
ー
シ
の
軍
勢
」
　
（
ル
…
ス
キ
エ
・
ポ
ル

キ
…
）
に
は
「
異
教
の
軍
勢
」
（
パ
ガ
ヌ
ィ
エ
・
ポ
ル
キ
…
）
と
い
う
書

葉
が
対
語
と
し
て
現
わ
れ
る
。
ま
た
異
教
徒
の
コ
ソ
チ
ャ
タ
、
コ
ビ

ャ
ー
ク
な
ど
に
、
ル
ー
シ
の
子
ら
、
イ
ー
ゴ
リ
、
フ
セ
ヴ
ォ
ロ
ド
が

対
応
し
て
い
る
。

　
更
に
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
に
接
近
し
て
「
神
」
と
い
う
豊
幡

が
あ
り
、
　
「
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
の
地
」
に
対
し
て
い
る
箇
所
さ
え
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

　
神
は
公
な
る
イ
ー
ゴ
リ
に
、
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
の
地
よ
リ
ル
ー
シ
の
地
に
至
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

　
父
祖
の
黄
金
の
玉
座
に
至
る
、
道
を
ば
示
し
給
う
な
り
。

の
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
、
「
異
教
徒
」
に
対
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」

と
い
う
書
葉
の
出
て
く
る
箇
所
す
ら
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
守
護
の
為
、
異
教
の
軍
と
，
戦
ひ
し
、
公
達
、
親
兵
達
、

　
　
　
⑲

永
へ
な
れ
。

の
『
物
語
』
の
最
後
の
一
節
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
見
る
時
、
特
に
、
結
び
の
一
節
に
お
い
て
、
キ

リ
ス
ト
教
’
・
徒
だ
る
ル
ー
シ
軍
と
、
異
教
徒
た
る
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
軍
を
対

、
比
さ
せ
て
い
る
の
を
見
る
時
、
　
『
遠
征
諏
』
に
お
け
る
「
ル
ー
シ
」

と
い
う
晋
四
葉
は
、
そ
の
背
後
に
宗
教
的
意
味
を
も
持
っ
て
い
る
と
電

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
「
ル
ー
シ
」
と
い
う

雷
葉
は
、
畏
族
的
・
国
家
的
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
ハ
ス

ケ
ヴ
ィ
チ
の
意
見
に
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
　
『
物
語
』
中
の
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
は
、
　
『
キ
エ

フ
年
代
記
』
に
お
け
る
そ
の
雷
葉
と
全
く
同
様
な
用
い
方
を
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
　
『
物
語
』
で
は
「
ル
ー
シ
の
地
の
為
に
」
と
い

・
2
署
葉
は
、
　
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
為
に
」
と
い
う
雷
葉
を
伴
わ
な
い
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し
、
　
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
の
前
後
に
、
　
「
神
」
と
か
、
　
「
キ
リ

ス
ト
教
徒
」
と
う
い
言
葉
は
現
わ
れ
な
い
。
前
に
示
し
た
、

　
神
は
公
な
る
イ
ー
ゴ
リ
に
、
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
の
地
よ
り
、
ル
ー
シ
の
地
に
至

．
る
、
父
祖
の
黄
金
の
玉
座
に
至
る
、
道
を
ば
示
し
給
う
な
り
。

の
箇
所
だ
け
が
、
そ
の
例
外
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
お
い
て
の
み
、

「
物
語
作
者
」
は
「
キ
エ
フ
年
代
記
藩
達
〕
と
同
様
な
「
ル
ー
シ
」

と
い
う
言
葉
の
使
い
方
を
し
で
い
る
。
他
の
箇
所
で
は
、
「
ル
ー
シ
」

が
「
神
」
に
よ
り
守
ら
る
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
使
い
方
は
し
て
い

な
い
。

　
例
え
ば
、
　
『
遠
征
諏
』
中
の
三
〇
の
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
の

う
．
ち
、
　
「
ル
ー
シ
の
地
の
為
に
」
と
い
う
用
例
は
次
の
五
ヵ
所
で
あ

る
が
、
こ
の
箇
所
の
意
味
す
る
も
の
は
、
決
し
て
「
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
為
に
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
と
も
か
く
、
そ
の
箇
所
を
示
そ

う
。

　
イ
ー
ゴ
リ
は
、
武
者
振
ひ
し
つ
つ
、
勇
気
に
心
を
励
…
ま
さ
れ
、
闘
志
に
満

ち
て
、
ル
ー
シ
の
地
の
為
に
、
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
の
地
さ
し
て
、
雄
々
し
き
軍
を

　
　
　
⑳

進
め
た
り
。

　
雄
々
し
き
ル
…
シ
の
人
々
は
、
宴
を
と
ち
ぬ
。
仲
人
に
飲
ま
せ
、
唐
ら
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
…
シ
の
地
の
為
に
倒
れ
た
り
。

　
御
身
よ
、
万
金
の
鐙
を
こ
そ
踏
み
給
へ
。
こ
の
今
の
膵
し
め
の
為
、
ル
ー

シ
の
地
の
為
に
、
イ
ー
ゴ
リ
の
、
雄
々
し
き
ス
ヴ
ャ
ト
ス
ラ
フ
の
子
が
傷
の

　
⑳

為
。

　
御
身
「
よ
、
コ
ソ
チ
ャ
タ
を
、
異
教
の
賎
し
ぎ
を
禦
ち
給
へ
。
ル
ー
シ
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
為
に
、
イ
ー
ゴ
リ
の
、
雄
々
し
き
ス
ヴ
ャ
ト
ス
ラ
フ
の
子
が
錫
の
為
。

　
御
身
ら
の
、
鋭
き
矢
も
て
、
膿
野
に
門
を
ば
遮
り
給
へ
。
ル
ー
シ
の
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

為
に
、
イ
ー
ゴ
リ
の
、
雄
々
し
き
ス
ヴ
ャ
ト
ス
ラ
フ
の
子
が
瘍
の
為
。

　
こ
こ
に
歌
わ
れ
る
「
ル
ー
シ
の
地
の
為
に
」
と
は
、
ポ
ロ
ヴ
エ
ツ

人
、
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
「
辱
し
め
」
（
ア
ビ
ダ
；
）
を
そ
そ
ぐ
為
で

あ
り
、
　
勇
敢
に
戦
い
傷
つ
い
た
イ
ー
ゴ
リ
の
復
讐
の
為
で
あ
る
。

「
闘
志
に
満
ち
て
、
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
の
地
さ
し
て
、
雄
々
し
き
軍
を
進

め
た
」
英
雄
イ
ー
ゴ
リ
に
続
け
と
、
　
「
物
語
作
看
」
は
、
　
繰
返
し

「
イ
ー
ゴ
リ
の
傷
が
為
」
と
歌
う
。
　
「
自
ら
、
ル
ー
シ
の
地
の
為
に

倒
れ
た
ル
ー
シ
の
人
々
」
に
続
け
ど
、
諸
公
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
為
」
と
い
う
よ
り
は
、
外
敵
ポ
ロ
ヴ
ェ

ッ
人
に
よ
っ
て
、
祖
国
「
ロ
シ
ヤ
」
に
加
え
ら
れ
た
「
暴
虐
」
（
ブ
ー

イ
ス
ト
ヴ
ォ
）
、
「
あ
な
ど
り
」
（
フ
ラ
ー
）
、
「
辱
し
め
」
（
ア
ビ
ダ
ー
）
、

を
そ
そ
ぐ
為
で
あ
る
。
ま
た
、
　
「
憂
い
」
に
「
不
幸
に
」
う
め
く
、

「
苦
悩
濫
れ
る
」
分
裂
の
祖
国
「
ロ
シ
ヤ
」
の
為
に
で
あ
る
。
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「
キ
ー
エ
フ
は
憂
い
に
、
チ
風
ル
ニ
ゴ
フ
は
不
幸
に
塞
き
ぬ
。
ル

ー
シ
の
地
に
苦
悩
は
濫
れ
、
ル
ー
シ
の
地
に
、
重
き
嘆
き
は
流
れ
た

り
。
さ
れ
ど
公
達
、
旛
に
桐
閲
ぐ
、
そ
の
時
異
教
の
叢
共
、
勝
開
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

げ
つ
つ
、
ル
ー
シ
の
地
に
攻
め
入
り
ぬ
。
」
「
ル
ー
シ
の
地
に
、
ポ
ロ

ヴ
ェ
ツ
人
の
、
豹
が
群
の
如
、
拡
が
り
て
、
若
き
月
を
ば
海
へ
と
沈

め
、
ヒ
ノ
ー
フ
に
大
い
な
る
暴
虐
を
加
へ
つ
。
既
に
し
て
濃
り
は
讃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

へ
に
ま
さ
り
、
既
に
し
て
、
暴
圧
は
自
由
に
勝
ち
ぬ
。
」
「
ポ
ロ
ヴ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ツ
の
地
よ
り
、
　
暴
虐
の
起
り
来
り
し
な
り
。
」
．
と
『
遠
征
誠
』
は
歌

う
。
こ
の
「
暴
虐
」
、
「
漉
砂
し
、
「
暴
圧
」
に
対
し
、
分
裂
せ
る
「
栄

あ
る
」
、
「
自
由
な
篇
ロ
シ
ヤ
を
守
れ
、
と
い
う
の
が
『
物
語
』
中
の

「
ル
ー
シ
の
地
の
為
に
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
ル
ー
シ
の
地
の
為
に
、
父
祖
の
黄
金
の
玉
座
の
為
に
」
が
対
語
と

な
っ
て
居
り
、
キ
エ
フ
大
公
を
中
心
に
、
か
つ
て
の
光
栄
あ
る
統
一

ロ
シ
ヤ
を
再
現
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。

　
「
父
祖
の
黄
金
の
玉
座
」
と
い
う
雷
葉
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
に

あ
ら
わ
れ
る
。

　
は
ら
か
ら
よ
、
名
誉
も
、
生
命
も
、
チ
ェ
ル
ニ
ゴ
フ
な
る
町
も
、
父
祖
の

黄
金
の
玉
座
を
も
、
は
た
ま
た
、
己
が
美
は
し
の
妻
、
グ
レ
ボ
ブ
ナ
の
、
愛

し
き
み
め
形
、
鴛
描
が
紳
も
、
な
ら
は
し
も
、
忘
れ
て
受
け
し
、
そ
の
傷
を
、

如
何
に
寒
き
も
の
と
せ
む
。

　
二
羽
な
る
鷹
の
、
父
祖
の
黄
金
の
玉
座
よ
り
、
飛
び
立
ち
行
け
る
は
、
ト

　
ム
ト
ロ
カ
ー
二
の
町
を
求
め
て
か
、
ド
ソ
の
水
を
ば
、
兜
も
て
、
飲
み
子
さ

　
　
　
　
　
⑲

む
と
て
な
ら
む
。

　
フ
セ
ヴ
ォ
ロ
ド
大
公
よ
、
汝
は
何
故
に
遠
き
よ
り
、
父
祖
の
黄
金
の
玉
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
ば
、
守
護
せ
む
が
為
、
飛
び
来
ら
む
と
は
恩
は
ざ
る
。

　
ガ
リ
ー
チ
の
、
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
・
オ
ス
モ
ム
イ
ス
ル
よ
、
汝
の
雷
名
、
全
土

に
渡
り
、
キ
エ
フ
へ
の
門
を
開
き
た
り
。
父
祖
の
黄
金
の
玉
座
よ
り
、
遙
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ユ
な
る
地
の
サ
ル
タ
ン
を
射
姻
ち
た
り
。

　
神
は
公
な
る
イ
ー
ゴ
リ
に
、
ポ
ロ
ヴ
エ
ツ
の
地
よ
り
、
ル
ー
シ
の
地
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

る
、
父
樵
の
黄
金
の
玉
座
に
至
る
、
道
を
ば
示
し
給
ふ
な
り
。

　
キ
エ
フ
大
公
の
治
め
る
地
、
そ
れ
が
「
ル
ー
シ
の
地
」
で
あ
凱
、

今
、
辱
し
め
を
受
け
た
「
ル
ー
シ
の
地
」
を
、
　
「
父
祖
の
黄
金
の
軍

記
」
を
守
護
す
る
為
、
一
致
団
結
し
て
起
ち
上
れ
と
、
「
物
語
作
者
」

は
訴
え
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
「
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
の
地
」
に
対
す
る
「
ル
ー
シ
の
地
」
、

「
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
人
」
に
対
す
る
「
ル
ー
シ
人
」
、
「
異
教
の
軍
勢
」
に

対
す
る
「
ル
ー
シ
の
軍
勢
」
と
い
う
の
は
、
　
「
異
教
国
」
に
対
す
る

「
キ
リ
ス
ト
教
国
」
、
「
異
教
徒
」
に
対
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
、

「
異
教
の
軍
勢
」
に
対
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
軍
勢
」
と
い
う
よ
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妙
は
、
む
し
ろ
、
暴
虐
の
外
敵
に
立
ち
向
∵
う
雄
肉
し
き
ロ
シ
ヤ
の
子

ら
で
あ
り
、
　
「
父
祖
の
黄
金
の
玉
座
の
為
に
」
命
を
捨
て
た
人
女
で

あ
り
、
キ
エ
フ
大
公
の
統
治
し
た
地
で
あ
る
。
今
、
外
敵
の
躁
躍
す

る
に
委
せ
ら
れ
た
内
紛
状
態
の
「
ロ
シ
ヤ
国
家
」
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
物
語
』
中
の
「
ル
ー
シ
の
地
」
と
は
、
一
体

如
締
な
る
範
囲
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
遠
征
課
』
の
作
者
が
、

直
接
「
ル
ー
シ
の
地
口
に
属
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
諸
公
国

は
次
の
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
エ
フ
、
チ
ェ
ル
．
ニ
ゴ
フ
、
ペ

レ
ヤ
ス
ラ
ー
ヴ
リ
、
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
、
ト
ム
ト
μ
カ
ー
二
、
ポ
μ
ツ
ク
、

ガ
リ
ー
チ
、
ス
ズ
ダ
リ
の
諸
公
扇
で
あ
る
。
そ
の
他
に
直
接
で
は
な

い
が
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
公
リ
詣
ー
リ
ク
や
ダ
ヴ
ィ
ド
に
呼
び
か
け
て

い
る
か
ら
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
公
国
竜
「
ル
ー
シ
の
地
」
に
含
め
て
い

る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
諸
公
国
よ
り
成

る
「
ル
ー
シ
の
地
」
の
外
部
に
、
次
の
よ
う
な
諸
民
族
が
い
る
と
、

「
物
語
作
者
」
は
画
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
ル
ー
シ

人
」
の
外
な
る
地
に
は
、
リ
ャ
フ
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
人
、
ウ
ゴ
ル
（
ハ

ソ
ガ
リ
ア
）
人
、
ド
イ
ツ
人
、
リ
ト
ヴ
ァ
人
、
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
人
、
ヴ

エ
ネ
ツ
ィ
ア
人
、
ギ
リ
シ
ア
入
、
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
人
な
ど
が
い
る
と
示

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
四
。
遠
征
課
』
中
の
「
ル
ー
シ
」
と

い
う
言
葉
は
、
正
し
く
パ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
が
言
う
よ
う
に
、
「
，
民
族
的
・

国
民
的
し
音
戸
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。
そ
し
て
、
彼
が
次

の
よ
う
に
雷
っ
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
物
語
を

読
む
と
、
ロ
シ
ヤ
国
罠
が
、
爾
は
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
、
黒
海
か
ら
、
西
は

ハ
ソ
ガ
リ
ア
の
二
六
、
リ
ス
ア
ニ
ア
の
国
境
か
ら
、
北
の
方
、
大
ノ

ヴ
ゴ
ロ
ド
、
東
の
方
、
ヴ
ォ
ル
ガ
河
ま
で
達
す
る
全
領
域
を
占
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
た
と
い
う
印
象
を
う
け
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
正
し
い
。
こ
の

全
領
域
が
「
ル
ー
シ
の
地
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
以
上
見
た
如
く
、
　
『
物
語
』
に
お
け
る
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉

の
あ
る
屯
の
は
、
パ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
の
意
見
に
反
し
て
、
宗
教
的
意
味

を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
の
も
の
は
国
家
的
∵
民
族
的
意
味
を

持
っ
て
い
る
。
で
は
こ
の
二
つ
の
意
味
の
う
ち
、
　
『
遠
征
諦
』
中
の

「
ル
…
シ
し
が
主
と
し
て
現
わ
し
て
い
る
意
味
は
ど
ち
ら
で
あ
る
か
。

書
う
ま
で
も
な
く
、
多
く
現
わ
れ
る
後
者
の
意
味
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
単
に
数
の
上
に
お
い
て
言
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
『
物

語
』
全
体
の
姿
の
中
に
、
全
体
の
精
神
の
中
に
「
ル
ー
シ
」
と
い
う

言
葉
を
照
し
出
す
時
に
、
い
よ
い
よ
明
瞭
と
な
る
。
で
は
、
『
イ
ー

ゴ
リ
遠
征
課
』
の
全
体
の
精
神
と
は
何
か
。
そ
れ
が
画
く
こ
と
を
目

標
と
し
た
も
の
は
何
か
。
こ
れ
が
我
六
の
次
の
課
題
で
あ
る
。
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三
　
『
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
物
語
』
の
主
題
と
播
想

　
『
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
物
語
』
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
　
一
般
に
次
の
よ

う
に
這
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
　
「
十
二
世
紀
末
に
行
わ
れ
た
ノ
ヴ
ゴ
ロ

ド
・
セ
ー
ヴ
ェ
ル
ス
キ
ー
公
イ
ー
ゴ
リ
父
子
の
遊
牧
民
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

人
に
対
す
る
遠
征
の
失
敗
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
。
　
「
物
語
は
、

ス
ヴ
ャ
ト
ス
ラ
フ
の
一
丁
イ
ー
ゴ
リ
・
セ
ー
ヴ
ェ
ル
ス
キ
ー
公
の
ポ
ロ

ヴ
ェ
ツ
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
不
運
な
遠
征
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も

　
　
　
⑳

の
で
あ
る
し
と
か
、
　
「
イ
ー
ゴ
リ
公
の
遠
征
を
主
題
と
し
て
書
か
れ

　
　
　
⑳

た
英
雄
詩
」
と
か
喬
わ
れ
る
。
一
八
O
O
年
に
出
さ
れ
た
『
物
語
』

の
初
版
本
に
も
、
次
の
よ
う
な
題
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
　
「
十
二

世
紀
末
の
古
代
ロ
シ
ヤ
語
で
轡
か
れ
た
ノ
ヴ
ゴ
μ
ド
・
セ
ー
ヴ
ェ
ル

ス
キ
ー
分
領
公
、
イ
…
ゴ
リ
・
ス
ヴ
ャ
ト
ラ
ヴ
ィ
チ
の
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ

に
対
す
る
遠
征
の
英
雄
歌
」
。

　
従
っ
て
、
　
『
物
語
』
の
内
容
解
説
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
う
し
た
主

題
の
捉
え
方
に
適
応
す
る
よ
う
に
か
、
次
の
エ
う
な
説
明
が
行
わ
れ

て
来
た
。
す
な
わ
ち
、
　
『
遠
征
諦
』
は
全
体
と
し
て
、
序
曲
と
本
篇
、

終
り
の
外
垣
、
よ
り
な
る
と
考
え
ら
れ
、
本
篇
は
更
に
一
二
部
に
わ
け

て
説
明
さ
れ
て
来
た
。
つ
ま
り
、
本
篇
の
第
一
部
は
「
イ
ー
ゴ
リ
公

遠
征
」
に
つ
い
て
の
主
な
る
物
語
を
含
み
、
そ
れ
が
更
に
幾
つ
か
の

個
別
的
な
挿
話
に
分
れ
る
。
ー
イ
ー
ゴ
リ
軍
の
出
征
、
最
初
の
合

戦
に
．
お
け
る
勝
利
、
そ
し
て
敗
戦
の
話
で
あ
る
。
第
二
部
で
は
、
場

面
を
一
変
し
て
、
読
者
の
注
意
を
キ
エ
フ
に
移
し
、
大
公
ス
ヴ
ャ
ト

ス
ラ
フ
を
登
場
さ
せ
て
、
イ
ー
ゴ
リ
軍
の
敗
戦
を
歎
か
し
め
、
敗
戦

の
理
由
が
諸
公
の
闇
黒
に
あ
る
と
説
き
、
諸
公
に
一
致
し
て
外
敵
に

あ
た
る
よ
う
要
請
す
る
。
第
三
部
で
は
、
再
び
イ
ー
ゴ
リ
の
運
命
に

立
ち
帰
っ
て
、
ま
つ
俘
虜
の
身
の
夫
イ
ー
ゴ
リ
を
思
う
ヤ
ロ
ス
ラ
ー

ヴ
ナ
の
哀
歌
を
綴
り
，
、
つ
い
で
、
イ
…
ゴ
リ
の
脱
走
、
帰
国
の
場
面

　
　
　
　
　
　
⑭

を
伝
え
て
い
る
と
。

　
こ
の
よ
う
な
『
物
語
』
の
構
想
の
捉
え
方
は
、
こ
れ
を
歌
劇
化
し

た
ア
ー
・
ペ
ー
・
ボ
ロ
デ
ィ
ソ
の
捉
え
方
で
も
あ
る
。
ボ
ロ
デ
ィ
ン

の
『
イ
ー
ゴ
リ
公
』
は
序
曲
と
四
幕
よ
り
な
り
、
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
序
曲
は
、
イ
ー
ゴ
リ
公
出
発
の
場
で
、
舞
台
は
プ
チ
ウ
リ

の
広
場
。
第
一
幕
は
ガ
リ
！
チ
公
の
屋
敷
で
、
公
の
気
ま
ま
な
生
活

を
画
く
が
、
そ
こ
ヘ
イ
ー
ゴ
リ
冨
†
の
所
敗
紺
諏
が
至
る
。
又
、
敵
軍
が
町
の

城
壁
に
近
づ
く
。
第
二
幕
は
ポ
ロ
ヴ
エ
ツ
の
陣
営
で
、
捕
わ
れ
の
イ

ー
ゴ
リ
が
嘆
き
の
歌
を
う
た
う
。
敵
将
コ
ソ
チ
ャ
タ
は
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ

娘
の
踊
り
を
見
せ
、
イ
ー
ゴ
リ
を
慰
め
る
。
第
三
幕
は
イ
ー
ゴ
リ
脱
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1宮一ゴリ遠征物羅』にお姪る「ルーシ」という雪葉について（本崎）

走
の
場
で
、
や
は
り
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
暁
　
営
の
晶
嗣
。
締
弟
四
菓
｝
は
荒
靡
…
し
た

プ
チ
ウ
リ
の
広
場
、
ヤ
ロ
ス
ラ
ー
ヴ
ナ
が
夫
イ
ー
ゴ
リ
を
思
い
悲
し

ん
で
い
る
時
、
イ
ー
ゴ
リ
ボ
帰
っ
て
来
る
。

　
筋
の
運
び
方
、
お
よ
び
舞
台
の
相
違
な
ど
に
お
い
て
、
歌
劇
『
イ

ー
ゴ
リ
公
』
は
原
作
と
異
な
っ
て
い
る
所
は
あ
る
が
、
全
体
の
構
成

を
、
国
内
、
戦
場
、
国
内
、
と
い
う
風
に
、
舞
台
の
変
化
に
求
め
て

捉
え
て
い
る
の
は
、
原
作
に
対
す
る
一
般
的
な
構
成
の
捉
え
方
と
同

じ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
『
物
語
』
を
読
ん
で
、
誰
し
も
が
感
ず
る
こ
と
は
、
作

者
が
外
敵
の
侵
入
に
対
し
て
、
諸
公
に
一
致
団
結
し
て
立
ち
上
る
よ

う
に
強
く
訴
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ー
ゴ
リ
の
遠
征
よ
り
も
、

ロ
シ
ヤ
の
統
一
を
説
く
こ
と
が
、
　
『
物
語
』
の
主
た
る
羅
的
で
あ
る

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
物
語
』
の
基
本
的
な
命
題
で
あ
り
、
精
神

で
あ
る
。
普
通
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
内
容
解
説
が
な
さ
れ
る
に

し
て
も
、
　
『
物
語
』
の
も
っ
て
い
る
こ
の
基
本
的
精
神
に
関
し
て
は

研
究
者
達
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
。
　
「
詩
の
中
に
は
外
敵
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
ロ
シ
ヤ
全
土
の
団
結
へ
の
愛
国
の
呼
声
が
響
い
て
い
る
」
と
か
、

「
本
篇
の
根
底
に
横
わ
っ
て
い
る
感
情
は
愛
国
心
で
あ
り
、
そ
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

本
観
念
は
ロ
シ
ヤ
の
統
一
に
つ
い
て
の
思
想
で
あ
る
」
と
か
い
わ
れ

る
ひ
こ
の
「
ロ
シ
ヤ
の
統
一
へ
の
要
望
亡
こ
そ
、
　
『
物
語
』
の
真
の

主
題
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
　
『
物
語
』
の
内
容
も
、
こ
の
根
本
観
念
を
説
い
て
い

る
部
分
が
本
篇
で
あ
り
、
そ
の
本
篇
に
入
る
ま
で
の
部
分
が
序
曲
、

本
篇
に
つ
づ
く
部
分
が
終
曲
で
あ
る
と
見
た
方
が
、
よ
り
適
当
で
は

な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
　
『
物
語
』
の
中
に
、
劇
的
の
場
面
の
転
回

と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
認
め
、
戦
場
、
国
内
、
戦
場
と
い
う
場
面

の
変
化
で
『
物
語
』
の
内
容
を
見
る
の
も
良
い
が
、
　
『
物
語
』
が
一

つ
の
政
治
的
理
想
を
説
い
た
作
贔
と
見
倣
し
、
そ
の
理
想
を
強
く
打

ち
出
し
て
い
る
部
分
を
、
作
品
全
体
の
山
と
見
る
方
が
、
よ
り
適
当

で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
私
は
『
物
語
』
の
構
成
を
次
の
よ
う

に
見
た
い
。
ま
つ
、
全
体
と
し
て
、
そ
れ
は
ω
序
曲
、
②
本
鯖
、
③

終
曲
の
三
部
よ
り
成
ゆ
立
っ
て
い
る
と
。
そ
し
て
q
D
序
曲
は
更
に
㈹

始
め
の
言
葉
、
㈲
イ
ー
ゴ
リ
軍
・
の
出
発
、
⑥
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
軍
と
の
最

初
の
会
戦
で
の
イ
ー
ゴ
リ
軍
の
勝
利
の
三
部
分
に
分
れ
、
②
本
篇
は

㈲
イ
ー
ゴ
リ
軍
の
敗
戦
、
㈲
そ
の
敗
戦
の
原
因
が
諸
公
の
内
宮
に
あ

る
と
す
る
部
分
、
⑥
外
敵
に
対
し
、
諸
公
が
一
致
団
結
し
て
立
ち
上

が
る
。
へ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
作
品
中
の
山
を
な
す
部
分
に
分
れ
、

③
昭
島
は
㈲
ヤ
・
ス
ラ
ー
ヴ
ナ
の
哀
歌
を
そ
の
序
曲
と
し
、
㈲
イ
ー
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ゴ
リ
の
敵
地
か
ら
の
脱
出
、
㊨
帰
国
．
を
歌
っ
て
い
る
と
。

　
こ
の
よ
う
な
箆
方
が
、
　
『
遠
征
誕
』
の
田
的
、
精
神
を
一
層
理
解

し
や
す
い
も
の
と
す
る
よ
う
に
思
う
。
　
『
遠
征
諌
』
の
初
版
本
に
お

さ
め
ら
れ
て
い
る
原
文
に
し
て
も
、
七
段
に
分
れ
て
居
り
、
つ
ま
り
、

序
文
（
－
の
a
）
、
毘
征
（
1
の
b
）
、
最
初
の
会
戦
（
1
の
。
）
、
敗
戦

と
そ
の
原
因
を
諸
公
の
内
訂
に
あ
る
と
見
、
諸
公
の
一
致
団
結
を
要

請
し
て
い
る
部
分
（
2
）
、
ヤ
ロ
ス
ラ
ー
ヴ
ナ
の
哀
歌
（
3
の
a
）
、
イ

ー
ゴ
リ
の
脱
出
（
3
の
b
）
、
帰
国
（
3
の
。
）
よ
り
成
っ
て
屠
り
、

こ
の
よ
う
な
見
方
の
妥
当
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
構
成
、
基
本
精
神
の
中
に
、
再
び
『
物
語
』

中
の
「
ル
ー
シ
扁
と
い
う
霧
葉
を
照
し
出
し
て
見
よ
う
。
そ
の
場
合
、

太
・
篇
の
山
た
る
第
二
都
の
第
三
節
（
2
の
C
）
に
お
い
て
、
物
語
作
者

が
諸
公
、
に
、
　
「
ル
ー
シ
の
地
の
為
に
、
イ
ー
ゴ
リ
の
、
雄
諾
し
き
ス

ヴ
ャ
ト
ス
ラ
フ
の
子
が
傷
の
為
」
立
ち
上
る
よ
う
に
、
三
度
も
同
じ

言
葉
を
繰
返
し
、
要
請
し
て
い
る
の
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
物
難
叩
』
は
そ
の
型
能
心
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
文
中
で
「
兄
弟
よ
」

と
呼
び
か
け
る
点
、
同
じ
　
＝
口
葉
の
繰
返
し
に
よ
る
強
調
、
同
じ
こ
と

を
違
っ
た
表
現
で
次
た
に
言
い
か
え
て
行
く
手
法
な
ど
か
ら
、
読
者

あ
る
い
は
聴
者
を
意
識
し
た
雄
弁
作
品
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し

た
性
格
の
作
品
の
山
場
で
、
三
度
も
繰
返
し
て
書
っ
て
い
る
こ
の
条

こ
そ
、
そ
の
作
者
の
最
も
言
い
た
か
っ
た
こ
と
と
見
倣
し
て
良
い
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
は
、
前
に

見
た
如
く
、
正
し
く
国
家
的
・
民
族
的
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
換
三
口
す
れ
ば
、
　
「
ル
ー
シ
」
の
こ
の
用
法
こ
そ
、
　
『
物

語
』
の
基
本
的
な
「
ル
…
シ
」
の
用
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
「
ル
ー

シ
」
と
い
う
言
葉
の
宗
教
的
用
法
は
、
そ
の
本
来
の
精
神
に
適
わ
な

い
よ
う
な
用
法
と
屯
讐
q
え
る
。

　
こ
の
見
方
の
誤
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
　
『
物
語
』
の
真
正
説
を

と
る
人
で
も
、
『
物
語
』
が
異
教
精
神
に
満
ち
て
居
り
、
そ
の
作
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
僧
侶
で
は
な
く
て
俗
人
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付

け
ら
れ
よ
う
。
グ
ー
ヂ
ィ
な
ど
も
漸
う
。
　
「
他
の
如
何
な
る
ロ
シ
ヤ

文
学
記
念
碑
よ
り
も
、
そ
れ
は
異
教
的
神
秘
の
要
素
を
含
ん
で
い

⑪る
」
と
。
　
「
物
語
作
者
」
が
し
ば
し
ば
異
教
時
代
の
神
話
を
利
用
し
、

異
教
の
神
々
の
名
を
引
用
し
、
自
然
現
．
象
や
心
理
状
態
を
盛
ん
に
擬

人
化
す
る
比
喩
的
手
法
を
と
っ
て
い
る
点
、
霞
然
と
人
闘
と
の
交
渉

の
直
接
で
親
近
な
点
、
想
像
の
自
由
溝
新
な
点
、
肖
然
の
予
兆
を
重

く
見
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
　
『
物
語
』
は
一
般
に
異
教
的
作
品
だ
と

　
　
　
⑫

言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
作
品
と
し
て
の
特
色
を
現
わ
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し
て
は
い
な
い
。
イ
ー
ゴ
リ
の
軍
努
を
、
異
教
時
代
の
神
「
ダ
ジ
ボ

　
　
ー
グ
の
孫
孫
る
軍
勢
」
と
さ
え
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
　
『
遠
征

　
　
誕
』
の
最
後
に
お
い
て
、
　
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
守
護
の
為
、
異
教
の

　
　
軍
と
戦
い
し
、
公
達
、
親
丘
脂
玉
永
え
な
れ
」
と
歌
っ
て
い
る
の
は
、

紛
　
唐
突
の
感
が
あ
る
。
　
『
物
語
』
本
来
の
精
神
か
ら
言
え
ば
、
イ
ー
ゴ

鉢
り
軍
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
守
護
の
為
で
は
な
く
、
ニ
や
国
家
の
為

蝋
に
、
ニ
や
堤
族
の
為
に
戦
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
「
ル

に
．
ー
シ
」
は
「
神
」
の
守
る
所
で
は
な
く
、
イ
…
ゴ
リ
は
「
神
」
に
加

諜
護
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
・
「
ダ
ジ
ず
グ
」
の
子
孫
で
は
な
か
つ

厨
た
か
．
つ
壱
、
「
神
は
公
な
る
イ
寺
に
、
ル
↓
の
地
塁

昭
　
る
、
道
を
ば
示
し
給
う
な
り
」
の
一
節
も
ま
た
、
　
『
物
語
』
本
来
の

　　
、
精
神
に
あ
わ
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

陵る
　
　
以
上
見
て
来
た
所
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
『
物
語
』
中
の
「
ル

け
お
　
ー
シ
」
と
い
う
…
葺
葉
を
、
　
『
物
語
』
全
体
の
姿
の
中
に
照
し
出
す
時
、

に遺
　
そ
の
雷
葉
は
本
来
、
国
家
的
・
、
民
族
的
に
用
い
ら
れ
て
思
り
、
宗
教

語働
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
・
〆
、
の
棄
の
精
神
に
適
わ
な
窒
の

嚇
で
あ
る
・
夏
・
う
．
・
読
ば
、
・
・
し
に
次
の
考
難
題
歪

コ

一
　
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
十
二
世
紀
当
時
、
　
「
ル
ー
シ
」
と
い
う

臼
　
言
葉
に
は
宗
教
的
意
味
し
か
な
く
、
そ
の
用
法
と
「
ル
ー
シ
」
と
い

う
　
＝
口
葉
の
国
家
的
・
民
族
的
用
法
と
が
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

『
物
語
』
中
の
「
ル
ー
シ
」
の
用
法
は
統
一
な
く
、
甚
だ
矛
盾
し
た

竜
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
矛
盾
は
、
　
『
物
語
』
の
作
者
が
作
品

を
古
め
か
し
く
見
せ
る
為
に
、
明
ら
か
に
そ
の
需
葉
を
宗
教
的
に
用

い
て
い
る
十
二
世
紀
当
時
の
文
献
、
例
え
ば
キ
エ
フ
年
代
記
な
ど
か

ら
字
句
を
借
り
た
結
果
生
じ
た
も
の
と
論
え
る
。
繰
り
返
し
て
言
え

ば
、
宗
教
的
な
「
ル
ー
シ
」
と
い
・
2
蓄
葉
の
用
法
は
、
太
－
来
の
『
物

語
』
の
精
神
に
あ
わ
ず
、
そ
う
し
た
用
法
を
黙
思
的
・
民
族
的
な
用

法
と
同
時
に
見
せ
て
い
る
こ
と
は
、
　
『
物
語
』
中
の
「
ル
ー
シ
」
の

用
法
に
統
一
が
な
い
と
は
言
え
る
が
、
も
し
、
こ
の
二
つ
の
用
法
が

矛
盾
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
な
が
ち
こ
れ
を
も
っ
て
、
　
『
遠
征

諏
』
が
偽
作
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
問
題
に

移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四
　
「
ル
ー
シ
」
の
宗
教
的
用
法
と
国
家
的
用
法

　
パ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
は
、
十
二
世
紀
当
時
、
　
「
ル
ー
シ
」
と
い
・
う
雷
糊
口

を
広
義
に
使
っ
た
場
合
、
宗
教
的
意
味
し
か
な
く
、
政
治
的
・
国
家

的
用
法
は
、
モ
ス
ク
ワ
時
代
、
十
五
世
紀
以
降
の
用
法
だ
と
主
張
す

る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
年
代
記
中
の
「
ル
ー
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シ
」
と
い
う
書
葉
は
こ
う
し
た
政
治
的
・
国
家
酌
意
味
を
絶
対
に
持

っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
原
初
年
代
記
六
四
八
五
年
の
一
条
、

「
ヤ
ロ
ポ
ル
ク
は
お
の
れ
の
代
官
を
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
に
据
え
、
一
人
で

ル
ー
シ
を
領
有
し
始
め
た
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
「
ル
ー
シ
」
の
範
囲
内
に
明
ら
か
に
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
を
含
ん
で
い

る
か
ら
、
キ
エ
フ
周
辺
の
み
を
指
す
狭
義
の
「
ル
ー
シ
」
で
は
な
い
。

そ
し
で
、
広
義
の
「
ル
ー
シ
」
と
と
る
時
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
住
地
全
部
と
も
解
さ
れ
れ
ば
、
キ
エ
フ
・
ロ
シ
ヤ
全
体
と
も
解
釈

す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
ま
た
、
彼
が
「
ル
ー
シ
」
に
関
す
る
自
説
を
主
張
す
る
為
、
画
聖

な
史
料
を
挙
げ
て
は
い
る
が
、
十
工
世
紀
当
時
の
「
ル
ー
シ
」
と
い

う
単
葉
の
意
味
を
知
る
の
に
、
年
代
記
と
並
ん
で
ロ
シ
ヤ
古
代
史
の

重
要
な
史
料
た
る
「
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
プ
ラ
ウ
ダ
」
に
ご
畜
も
ふ
れ
な

い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
ロ
シ
ヤ
正
教
徒
の
法
典
」
、

寓
し
く
は
「
キ
エ
フ
の
法
典
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
　
「
ロ
シ
ヤ
法

典
」
と
い
う
協
心
味
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
一
、
　
「
ル
…
シ
の
地
の
為
に
」
と
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
為
に
」

と
い
う
の
が
同
義
語
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
故
、
そ
の
二
つ
の

雷
葉
を
重
ね
て
用
い
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
竜
そ
も
、

「
地
」
つ
ま
り
「
ゼ
ム
リ
ャ
！
」
と
い
う
需
葉
に
、
政
治
的
∵
國
家

的
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
ル
ー
シ
」
が
た

と
え
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
を
意
味
す
る
と
し
て
屯
、
　
「
ル
ー
シ
の
地
」

と
は
そ
う
し
た
正
教
徒
の
国
と
い
う
竜
の
を
意
味
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
そ
の
他
、
彼
が
自
説
を
正
当
づ
け
る
為
に
、
例
え
ば
東
ス
ラ
ヴ
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

族
に
属
す
る
屯
の
を
小
範
囲
に
と
ど
め
た
P
、
黒
海
が
「
ル
ー
シ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

海
」
と
呼
ば
れ
な
か
っ
た
ζ
署
つ
た
り
、
一
般
に
ス
ラ
ヴ
人
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
府
主
教
ヒ
ラ
リ
オ
ン
を
ノ
ル
マ
ソ
人
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
り
し
て
い
る
点
は
、
な
お
、
も
っ
と
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
体
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
「
ル
ー
シ
人
」
と
い
う
概
念
は
、

当
然
、
異
教
徒
に
、
つ
ま
り
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
人
と
い
う
外
敵
に
対
応
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
祖
国
と
い
う
観
念
を
生
み
、
次
第

に
国
民
と
い
う
意
識
を
生
む
。
従
っ
て
、
ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
…
も

示
す
如
く
、
当
時
の
文
献
に
は
「
至
る
と
こ
ろ
に
『
ル
ー
シ
の
地
』

と
あ
っ
て
も
、
　
『
ル
ー
シ
の
罠
族
』
と
い
う
表
現
に
遭
遇
し
な
い
。

罠
族
と
い
う
概
念
は
ま
だ
当
時
の
意
識
の
及
ば
な
い
も
の
で
あ
り
、

も
し
く
は
ま
だ
十
分
に
ル
ー
シ
の
盆
民
そ
の
も
の
の
中
に
顕
現
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
に
至
っ
て
い
な
い
」
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
国
と
い
う
も
の
と
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ei’．イーゴリ遠征物語』における「ルーシ」という言葉について（木騎）

結
び
つ
い
た
祖
国
と
い
う
朧
な
る
観
念
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
い
う
も

の
と
結
び
つ
い
た
同
国
人
と
い
う
観
念
が
、
十
工
世
紀
末
頃
に
は
次

第
に
生
れ
て
い
た
と
書
え
よ
う
。

　
こ
の
点
、
パ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
が
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
の
広
い
地

域
を
指
す
時
、
宗
教
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
し
、
種
々
な
る
難
解

な
年
代
記
の
箇
所
の
解
明
に
手
が
か
り
を
与
え
た
こ
と
は
、
傾
聴
す

べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
聾
心
味
し
か
持
た
な
か
っ
た
と
し
、
国
家

的
な
意
味
、
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
の
国
た
る
キ
エ
フ
・
ロ
シ
ヤ

と
い
う
音
心
味
を
全
く
持
た
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
問
題
が
あ
る
。
ギ

リ
シ
ア
正
教
と
共
に
、
ロ
シ
ヤ
に
は
新
し
い
政
治
的
な
概
念
、
齎
主

に
つ
い
て
の
ビ
ザ
ソ
チ
ソ
的
な
概
念
が
入
っ
て
来
た
筈
で
あ
る
。
ロ

シ
ヤ
の
公
は
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
の
保
護
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

対
内
的
な
社
会
秩
序
の
制
度
と
維
持
と
の
為
の
権
限
を
持
つ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
世
俗
的
な
公
の
概
念
、
そ
の
公
の

維
持
し
、
統
治
す
る
範
囲
と
し
て
の
国
と
い
う
概
念
が
十
二
世
紀
頃

に
は
既
に
存
在
し
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

時
、
　
「
ル
ー
シ
の
地
」
と
い
う
言
葉
は
、
　
「
ル
ー
シ
の
公
」
の
統
治

す
る
国
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ

れ
が
同
時
に
キ
エ
．
フ
十
二
教
会
区
を
意
味
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

政
治
的
・
面
癖
的
意
味
を
そ
の
言
葉
が
と
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
分

で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
な
意
味
を
持
つ
「
ル
ー
シ
扁
と
、
政

治
的
・
国
家
的
な
意
味
を
持
つ
「
ル
ー
シ
」
と
は
必
ず
し
も
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
雷
う
如
く
、
　
「
斑
族
的
統
一

の
感
情
が
表
現
さ
れ
た
の
は
、
今
の
所
、
ま
だ
共
通
の
祖
国
の
観
念

に
お
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、
国
民
的
性
格
お
よ
び
歴
史
的
使
命
の
意

識
に
お
い
て
で
も
、
又
、
民
族
的
福
祉
へ
奉
仕
す
る
義
務
の
思
想
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

お
い
て
で
も
な
か
っ
た
篇
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
素
心
識
、
思
想
の
現

わ
れ
る
の
は
、
通
常
モ
ス
ク
ワ
時
代
、
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀

始
め
に
か
け
て
の
こ
ろ
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
　
『
イ
ー
ゴ

リ
嘘
雌
昏
夢
』
に
．
は
「
罠
手
偏
（
ナ
…
チ
ャ
）
　
と
い
・
り
営
黒
茱
が
現
わ
れ
山
な

い
に
せ
よ
、
そ
こ
で
の
民
族
的
統
一
の
感
情
は
国
民
的
性
格
、
或
は

歴
史
的
使
命
の
意
識
、
ま
た
は
民
族
的
福
祉
へ
奉
仕
す
る
義
務
の
思

想
に
お
い
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
単
に
共
通
の
祖
国
と
い
う
観
念

以
上
の
電
の
で
あ
る
。
前
に
も
示
し
た
如
く
、
そ
こ
で
の
「
ル
ー
シ

の
地
の
為
に
ら
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
共
通
の
祖
国
、
キ
リ
ス
ト
諸

国
、
の
為
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
な
く
、
外
敵
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
恥
辱
の
為
、
外
敵
と
戦
っ
て
傷
つ
い
た
イ
ー
ゴ
リ
の
為
、
国
家
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的
屈
辱
を
雪
が
ん
が
為
に
、
既
族
の
弾
央
雄
に
続
け
と
い
う
意
味
に
お

い
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
は
、

『
物
語
』
に
あ
っ
て
は
、
単
に
政
治
的
・
国
家
的
意
味
に
お
い
て
現

わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
民
的
・
民
族
的
意
味
に
お
い
て
現
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
ル
ー
シ
」
の
用
法
は
、
十
二

世
紀
当
時
、
既
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
疑
が
わ
し
い
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
、
．
ハ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
が
、
　
『
物
語
』
全
体
の
姿
が
当
時
の
晴

代
精
神
に
あ
わ
な
い
と
す
る
の
は
正
し
い
。
換
言
す
れ
ば
、
『
物
語
』

中
の
大
部
分
の
「
ル
ー
シ
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
国
畏
的
・
民

族
的
な
も
の
と
、
そ
の
終
曲
に
お
い
て
現
わ
れ
る
「
ル
；
シ
」
と
い

う
需
葉
の
宗
教
的
な
も
の
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
。

五
　
結

び

　
以
上
、
パ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
の
「
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
謙
偽
作
説
〕
の
主
た

る
根
拠
に
つ
い
て
、
　
『
物
語
』
自
体
に
照
し
、
若
干
の
問
題
は
あ
る

け
れ
ど
竜
、
否
定
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
見
て
来
た
。
彼
は

そ
の
他
色
々
の
理
由
を
挙
げ
て
、
　
『
物
語
』
の
偽
作
た
る
こ
と
を
主

張
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
個
々
に
は
問
題
も
あ
る
が
、
全
体

と
し
て
『
物
語
幽
に
は
説
明
の
つ
か
な
い
も
の
が
多
す
ぎ
る
と
言
っ

て
い
る
点
は
首
肯
し
得
る
も
の
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
太
・
稿
で
問
題
と
し
た
、
ま
た
そ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
だ

け
に
つ
い
て
見
て
も
、
　
『
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。

先
づ
、
作
品
中
の
「
ル
ー
シ
」
の
国
民
的
・
民
族
的
意
味
は
、
十
二

世
紀
当
時
の
そ
の
書
葉
が
持
っ
て
い
た
意
味
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
。
第
二
に
、
そ
の
「
ル
．
ー
シ
」
．
の
示
す
範
囲
は
、
南
は
ト
ム
ト
ロ

カ
ー
二
、
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
か
ら
、
北
は
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
、
西
は
リ
ス
ア
ニ

ア
の
国
境
か
ら
、
東
は
ヴ
す
ル
ガ
ま
で
達
す
る
広
大
な
領
域
で
あ
る

が
、
た
と
え
「
ル
ー
シ
」
が
キ
エ
フ
大
公
の
支
配
し
た
地
域
を
意
味

し
た
と
し
て
も
、
キ
エ
フ
大
公
が
こ
の
よ
う
な
広
大
な
地
域
に
統
一

権
力
を
及
ぼ
し
た
時
代
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
点
。
そ
の
よ
う
な
統

一
キ
エ
フ
圏
家
が
か
つ
て
存
在
し
た
か
ど
う
か
の
点
。
第
三
に
、
推

定
さ
れ
る
作
者
に
つ
い
て
、
十
二
世
紀
当
時
の
教
養
あ
る
人
々
は
僧

侶
か
貴
族
に
限
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
内
容
か
ら
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
博
識
の
秀
れ
た
文

学
的
才
能
あ
る
人
と
も
考
え
ら
れ
れ
ば
、
異
教
鼎
座
晶
と
い
う
点
か

ら
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
。
ま
た
、
そ
れ
が
雄
弁
作
品

の
ジ
ャ
ン
ル
に
入
る
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雄
弁
作
品
の

根
源
地
は
教
会
で
あ
り
、
そ
の
精
神
に
お
い
て
著
し
く
非
教
会
的
で
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あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
五
に
、
　
「
物
語
真
正
説
」
を
と
る
斜
な
は
、

『
物
語
』
が
そ
の
後
の
多
く
の
作
品
に
、
ロ
シ
ヤ
文
学
に
非
常
な
影

響
を
与
え
た
と
い
う
が
、
そ
れ
程
の
影
響
力
を
持
つ
た
作
品
の
写
本

が
な
ぜ
唯
一
つ
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
。
そ
し
て
、
教

会
に
よ
る
思
想
統
制
の
き
び
し
か
っ
た
時
代
に
、
そ
も
そ
も
、
こ
の

よ
う
な
異
教
的
作
品
が
そ
の
よ
う
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
が
出
来
た

か
。
し
か
も
、
教
会
の
内
部
に
ま
で
そ
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出

来
た
か
と
い
う
こ
と
。
第
七
に
、
　
『
物
語
』
は
実
際
の
歴
史
的
人
物

や
、
歴
史
的
事
件
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、
史
詩
ま
た
は
歴
史
物
語
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
と
も
判
断
さ
れ
る
が
、
一
方
、
　
「
ロ
シ
ヤ

建
国
当
時
の
勇
士
た
ち
の
事
蹟
や
勲
功
、
聖
な
る
ロ
シ
ヤ
の
敵
と
の

戦
な
ど
が
歌
わ
れ
て
い
る
し
ロ
シ
ヤ
古
代
砂
口
碑
文
学
た
る
英
雄
叙

事
詩
、
ブ
イ
リ
ー
ナ
的
要
素
を
も
持
つ
と
い
う
点
。
す
な
わ
ち
、
広

義
の
ブ
イ
リ
ー
ナ
は
通
常
、
十
三
世
紀
の
タ
タ
…
ル
の
侵
入
を
境
界

と
し
、
前
期
の
も
の
と
後
期
の
も
の
に
分
た
れ
る
が
、
『
物
語
』
は

前
期
の
狭
義
の
ブ
イ
リ
ー
ナ
的
要
素
も
持
て
ば
、
後
期
の
特
に
十
四

世
紀
－
十
六
世
紀
に
発
達
し
た
史
詩
の
要
素
も
持
っ
て
い
る
と
い
う

点
。
第
八
に
、
　
『
物
語
』
は
記
録
文
学
と
し
て
、
そ
の
世
俗
的
様
式

の
も
の
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
キ
エ
フ
時
代
の
こ
の
様
式
に
属

す
る
も
の
の
鳶
色
、
鯛
え
ば
自
然
描
写
の
鮪
き
は
殆
ど
見
当
ら
な
い
、

根
本
特
質
に
お
い
て
、
支
配
階
級
の
心
理
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
に
制

約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
色
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
持
っ
て
い

る
点
。
更
に
『
遠
征
諏
』
が
「
ル
ー
シ
人
」
を
現
わ
す
言
葉
と
し
て

「
ル
シ
ー
ツ
ィ
」
も
し
く
は
「
ル
シ
ー
チ
ィ
」
と
い
う
言
葉
を
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
れ
ニ
ヵ
所
つ
つ
胴
い
て
い
る
が
、
こ
・
つ
い
・
2
蕎
葉
は
『
加
＋
代
｝
記
』

『
プ
ラ
ウ
ダ
』
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
な
ど
で
あ
る
。

確
か
に
『
物
語
』
を
十
二
世
紀
の
作
品
と
見
る
こ
と
は
、
パ
ス
ケ
ヴ

ィ
チ
の
結
う
如
く
疑
問
が
多
す
ぎ
る
。
あ
る
作
品
の
持
つ
特
殊
性
は

当
然
許
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
余
り
に
も
『
物
語
』
は
特
殊
性
に
満
ち

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
で
は
、
　
『
物
語
』
は
何
時
頃
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
の
考
え
を
述
べ
、
本
稿
を
終
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
つ
、
そ
の
用
語
面
か
ら
『
物
語
』
が
十
二
世
紀
末
頃
に
書
か
れ

た
と
言
え
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
、
序
文
に
お
い
て
も
述
べ
た
如
く
、

た
と
え
、
そ
れ
が
十
二
世
紀
頃
の
も
の
で
あ
．
る
と
し
て
も
、
作
晶
が

そ
の
時
代
の
も
の
と
は
書
え
な
い
こ
と
が
第
一
に
指
摘
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
、
そ
の
用
語
や
い
い
ま
わ
し
が
十
二
世
紀
の

も
の
で
な
い
と
証
明
す
る
こ
と
は
、
言
語
学
者
で
な
い
筆
者
に
は
及
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ば
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
次
の
よ
う
な
点
を
指
抽

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
、
　
『
物
語
』
の
原
作
の
用
語
が
十
二

世
紀
頃
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
人
々
も
、
か
の
ム
シ
ソ
・
プ
ー
シ
キ

ン
の
発
見
し
た
写
本
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
こ
の
唯
二
の
写
本
す

ら
現
存
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
学
者
達
の
非
常
な
努
力
に

よ
っ
て
、
エ
カ
テ
リ
ナ
の
為
の
写
本
と
『
物
語
』
の
初
版
本
に
お
さ

め
ら
れ
た
原
文
を
も
と
と
し
て
、
発
見
さ
れ
た
写
本
が
復
元
せ
ら
れ
、

そ
れ
が
大
体
十
六
世
紀
頃
の
も
の
、
プ
ス
コ
フ
地
方
の
北
方
ロ
シ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
方
言
の
音
声
的
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
主

張
を
認
め
る
と
し
て
も
、
出
発
点
は
『
物
語
』
の
書
か
れ
た
時
代
か

ら
三
〇
〇
年
以
上
・
も
隔
っ
て
い
る
。
一
二
〇
〇
年
、
そ
れ
は
そ
の
ス
タ

イ
ル
に
お
い
て
極
め
て
独
特
な
、
特
殊
性
を
持
つ
作
痛
に
と
っ
て
、

誤
記
、
修
正
を
免
れ
る
に
は
余
り
に
長
い
。
こ
う
し
た
ず
っ
と
後
世

の
写
本
か
ら
、
繰
返
し
て
言
え
ば
そ
の
写
本
の
復
元
が
正
し
い
と
し

て
、
原
作
の
用
語
が
十
二
世
紀
頃
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
、

決
し
て
決
定
的
な
結
論
を
提
供
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従

っ
て
、
用
語
面
か
ら
、
　
『
物
語
』
の
作
成
年
代
を
決
定
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
失
わ
れ
た
写
本
が
正
し
く
復
元
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
言
語
学
的
研
究
の
正
し
さ
を
認
め
れ
ば
、
　
『
遠
征
課
』
は
十
六

世
紀
以
前
の
絶
世
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
書
う
ま
で
も
な
く
、

イ
ー
ゴ
リ
の
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
遠
征
（
二
八
五
年
）
以
後
の
作
男
で
あ
る
。

　
で
は
内
容
か
ら
、
　
『
物
語
』
の
創
作
年
代
を
定
め
る
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
年
代
決
定
の
論

　
　
＠

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
物
語
』
に
登
場
す
る
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
・
グ
レ

ボ
ヴ
ィ
チ
。
ペ
レ
ヤ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
や
、
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
・
オ
ス
モ
ム

イ
ス
ル
は
生
き
て
い
る
人
間
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
　
『
年
代
記
』

に
よ
れ
ば
、
前
者
の
公
は
一
一
八
七
年
四
月
十
八
肩
に
死
亡
し
て
い

る
し
、
後
老
の
公
は
同
年
十
月
一
日
に
死
亡
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

こ
の
作
贔
は
「
確
か
に
一
一
八
七
年
以
前
に
創
り
上
げ
ら
れ
た
も
の

だ
」
と
言
え
る
。
　
一
方
、
ポ
ロ
ヴ
ェ
ツ
の
地
か
ら
ロ
シ
ヤ
に
逃
げ
戻

っ
た
者
た
ち
の
中
に
、
作
品
は
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
・
イ
ゴ
レ
ヴ
ィ
チ
を
数

え
て
い
る
。
彼
の
帰
国
は
記
録
に
よ
れ
ば
一
一
八
七
年
の
秋
で
あ
る
。

従
っ
て
、
一
一
八
七
年
以
前
に
こ
の
作
品
が
出
来
上
っ
て
い
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
　
「
以
上
の
よ
う
な
両
面
か
ら
考
え
て
、
こ
の
作
品

は
一
一
八
七
年
の
創
作
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
が
一
般
研
究
者
の

異
口
同
音
な
結
論
で
あ
る
。
」
　
と
い
う
よ
う
な
年
代
決
定
の
仕
方
で

あ
る
。
こ
の
主
張
は
何
処
か
に
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
が
あ
る
の
か
、
あ
る

い
は
全
く
の
感
違
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
制
約
は
、
一
一
八
七
年
の
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四
月
十
八
日
以
前
の
作
品
で
、
そ
れ
以
後
の
笹
葺
で
は
あ
り
得
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
の
制
約
は
、
一
一
八
七
年
秋
以
前
の
作
贔

と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
両
面
か
ら
わ
れ
わ
れ

は
ど
う
し
て
一
一
八
七
年
の
創
作
で
あ
る
と
「
確
定
」
す
る
こ
と
が

畠
来
よ
う
か
。
も
っ
と
も
、
『
遠
征
諦
』
が
十
二
世
紀
末
の
作
贔
で

あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
創
作
年
代
は
、
作
者
が
「
ル
ー
シ
の
地

の
為
に
」
立
ち
上
る
よ
う
要
望
し
、
作
晶
中
に
生
き
て
い
る
人
聞
と

し
て
歌
わ
れ
て
い
る
諸
公
の
内
、
最
も
早
く
亡
く
な
っ
た
オ
ス
モ
ム

イ
ス
ル
の
死
以
前
、
お
よ
び
、
イ
ー
ゴ
リ
の
ポ
ロ
ヴ
エ
ツ
遠
征
一
一

八
五
年
以
後
と
推
定
す
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

年
代
決
定
の
方
法
は
、
作
者
が
作
興
を
あ
る
時
代
の
も
の
と
装
っ
て

書
い
た
と
し
た
場
合
、
金
く
雲
門
味
の
な
い
も
の
と
な
る
。

　
そ
れ
で
は
、
　
『
物
語
』
の
緬
女
の
叙
述
と
歴
史
事
実
と
の
矛
盾
の

有
無
を
調
べ
、
そ
れ
が
十
二
世
紀
の
作
晶
で
あ
る
か
な
い
か
を
論
ず

る
方
法
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
言
っ
て
、
こ
の
方
法
も
決

定
的
な
結
果
を
持
つ
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ

ー
ゴ
リ
の
人
物
像
に
し
て
も
、
確
実
に
十
二
世
紀
の
叙
述
た
る
『
キ

エ
フ
年
代
記
』
の
そ
れ
と
、
　
『
物
語
』
の
そ
れ
と
は
相
違
し
て
い
る

と
か
、
　
『
年
代
記
面
で
は
イ
…
ゴ
リ
遠
征
の
時
、
日
蝕
の
起
つ
た
の

は
彼
が
四
月
二
十
三
貝
に
出
発
し
て
、
ド
ネ
ッ
河
を
渡
る
五
月
一
日

　
　
　
　
　
　
⑫

の
こ
と
で
あ
る
が
、
　
『
物
語
』
で
は
あ
た
か
も
彼
の
出
発
に
先
立
っ

て
日
蝕
が
起
つ
た
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
か
の
、
事
実
と
『
物

語
』
の
記
述
と
の
問
に
お
け
る
越
権
を
指
摘
し
て
も
、
　
『
物
語
』
が

詩
で
あ
る
と
い
う
性
質
か
ら
、
宙
由
に
、
事
実
に
現
わ
れ
ず
歌
っ
た

も
の
と
し
て
許
容
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
種
の
方
法
も
、
『
遠
征
諏
』

を
十
二
世
紀
の
作
品
で
な
い
と
決
定
す
る
に
、
、
効
果
あ
る
方
法
と
は

な
り
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
登
場
す
る
バ
ヤ
ン
と
い
う

人
物
で
あ
る
が
、
彼
は
十
一
世
紀
末
－
十
二
世
紀
の
詩
人
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
も
し
、
『
遠
征
諏
』
が
十
二
世
紀
後
半
の
作

品
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
人
物
像
は
作
中
で
も
う
少
し
明
瞭
な
も

の
で
あ
っ
て
も
い
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
現
わ
れ
る
バ
ヤ
ン
は
、

十
四
世
紀
末
の
史
詩
、
い
わ
ゆ
る
「
ザ
ド
ソ
シ
チ
ー
ナ
」
に
お
け
る

と
同
様
、
極
め
て
漠
た
る
姿
に
お
い
て
し
か
出
て
来
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
そ
の
内
容
か
ら
、
　
『
遠
征
諏
』
が
十
二
盤
紀
の
も
の

で
な
い
と
す
る
に
は
、
そ
の
記
述
の
態
度
、
取
り
上
げ
て
い
る
事
柄

か
ら
、
作
者
は
ど
う
い
う
人
物
で
、
ど
こ
で
こ
の
作
品
を
書
い
た
か

と
い
う
こ
と
を
見
て
行
く
か
、
全
体
の
精
神
が
、
そ
の
時
代
一
般
の

姿
に
あ
て
は
ま
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
行
く
他
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
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こ
の
占
…
に
つ
い
て
は
出
ル
に
も
述
べ
た
加
附
く
、
　
『
物
藍
㎎
』
　
の
叙
述
の
伸
即

た
か
ら
、
そ
の
作
品
を
書
い
た
人
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
場
所
を
推
定

し
よ
う
と
し
て
も
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
矛
盾
が
出
て
来
て
決
定
し
得

ず
、
ま
た
そ
の
精
神
金
体
は
「
物
語
」
が
十
一
一
世
紀
頃
の
も
の
た
る

こ
と
を
強
く
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
十
四
世
紀
末
の
史
詩
、
　
『
ザ
ド
ソ
シ
チ
ー
ナ
』
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
そ
の
理
念
、
ス
タ
イ
ル
、
文
学
酌
手
法
に
お
い
て
、
『
物
語
』

と
全
く
良
く
似
て
居
り
、
『
物
語
』
真
正
説
を
と
る
人
は
、
こ
れ
を
、

『
物
語
』
の
全
く
の
模
倣
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
　
『
ザ
デ
ソ
シ

チ
ー
ナ
』
は
色
ん
な
点
に
お
い
て
疑
点
の
な
い
作
品
で
あ
る
。
そ
の

精
神
全
体
も
良
く
そ
の
時
代
に
適
っ
て
居
り
、
そ
の
時
代
の
文
学
的

特
質
に
も
あ
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
．
ハ
ス
ケ
ヴ
ィ
チ
の
言
う
よ
う

◎に
、
　
『
物
語
』
が
む
し
ろ
『
ザ
ド
ン
シ
チ
ー
ナ
』
の
模
倣
で
あ
る
と

考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
な
お
、
『
ザ
ド
ソ
シ
チ
ー
ナ
』

に
あ
っ
て
は
、
　
「
ル
ー
シ
の
地
の
為
に
」
と
い
う
下
葉
は
、
。
ま
だ

「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
“
為
に
」
と
い
・
り
　
㎜
＝
黒
集
を
伴
っ
て
居
り
、
『
物
翫
照
』

に
お
け
る
よ
う
に
純
粋
に
国
民
的
・
民
族
的
に
は
現
わ
れ
な
い
の
で

あ
る
。
ロ
シ
ヤ
の
国
民
的
・
豪
族
的
感
情
が
、
も
っ
と
明
確
に
形
成

さ
れ
て
来
る
の
は
、
十
五
世
紀
後
半
以
後
、
イ
ヴ
脚
ノ
ソ
三
世
の
時
代
、

「
第
一
二
の
ロ
ー
マ
」
と
い
う
概
念
が
起
っ
て
以
後
の
こ
と
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
　
慌
．
イ
ー
ゴ
リ
遠
征
物
語
』
の
創
作
年
代
を
、
十
五
世
紀
、

お
そ
．
ら
く
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
と
す
る
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

④
昇
曙
夢
『
・
シ
ヤ
・
ソ
ヴ
ニ
ト
文
学
史
』
昭
三
〇
、
四
〇
頁
。

②
℃
零
ζ
舞
9
・
p
＞
幽
三
．
；
簿
〇
二
団
伊
Q
Q
右
D
Q
Q
幻
讐
お
α
ρ
＜
9
鯉
や
8
．

③
℃
ヨ
，
。
ω
層
じ
d
∴
〉
三
軍
。
蔓
o
h
切
屋
。
。
す
讐
お
器
層
℃
．
島
●

④
　
＜
o
＝
類
自
巴
内
ざ
○
．
旧
累
貯
～
．
餌
謬
閑
羨
。
。
砂
噌
δ
帆
ど
勺
陰
郎
○
誤
‘

⑤
峯
跳
匿
メ
O
∴
菊
蕊
。
・
5
＞
Q
Q
o
。
乾
霧
q
・
ε
蔓
添
逡
N
℃
●
㎝
直
．

⑥
○
銭
N
ざ
罫
困
く
．
㍊
。
。
ε
ユ
ぢ
一
∀
9
．
雛
巴
涛
器
跨
9
ご
尊
信
ε
肖
緒
レ
逡
ど

　
日
憎
雀
あ
■
σ
寓
も
自
■
／
＜
．
一
9
ざ
㎝
讐
瓢
冨
8
村
岡
。
胤
p
護
舘
，
一
団
閑
蛋
。
。
白
。
β
障
い
欝
○
雫

　
磐
望
膜
¢
”
一
〇
繭
P
℃
■
一
㎝
込
a
．

⑦
例
え
ば
、
〉
。
ン
蜜
N
§
”
ピ
。
践
。
～
、
o
◎
、
お
。
ご
目
舜
く
ρ
霞
唱
毎
ま
ω
℃
ρ
H

　
一
、
同
蕊
賦
叶
暮
◎
、
国
ε
α
Φ
ω
G
o
蚕
く
○
。
a
，
×
×
”
窃
蒔
9
謁
．
冒
搾
○
σ
。
。
O
P
ぴ
．
ρ
午

　
け
び
①
昌
賦
9
審
篇
目
Q
∩
ざ
〆
δ
》
ぴ
ρ
○
Φ
ω
3
山
餌
℃
ユ
謬
o
o
H
σ
q
o
び
回
O
膳
Q
Q
邑

⑥
℃
舘
N
匠
φ
ゑ
。
斜
鵠
∴
8
落
○
円
喧
羅
。
｛
菊
器
ω
誉
お
課
陰

⑨
量
ρ
℃
．
即
。
。
。
。
①
凸
㎝
ρ
日
ぎ
8
銑
。
o
h
日
冨
男
拶
藁
。
｛
岡
σ
q
O
肘
．

⑩
⑪
⑫
　
帥
三
弁
「
勺
」
①
冒
勺
」
P
即
。
。
鯛
ρ

⑬
　
木
崎
、
「
『
ル
ー
ス
カ
ヤ
・
ゼ
ム
リ
ャ
…
』
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
覚

　
え
君
」
　
騨
、
鹿
大
史
学
』
第
4
母
、
昭
和
三
一
、
四
一
…
1
四
三
頁
。

⑭
　
以
下
『
イ
…
ゴ
リ
遠
征
物
藷
』
原
文
は
、
植
野
修
司
『
ロ
シ
ヤ
古
代
叙

　
事
詩
』
昭
和
三
〇
、
有
信
堂
（
巻
末
の
コ
八
○
○
年
上
」
写
真
版
中
の

　
原
文
よ
り
。
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1辱一ゴリ遠征物語』における「ルーシ」という欝葉について（木崎）

＠　op　dy　＠＠＠＠＠＠＠＠＠

原
文
や
伊
⑯
や
ω
9
⑰
℃
。
b
。
ゲ
⑲
勺
費
ω
O
．
⑲
勺
●
蕊
．

男
9
⑳
℃
」
。
。
・
＠
℃
・
ω
ρ
⑳
や
。
。
ρ
⑳
℃
．
。
。
ω
．

想
勺
』
O
凸
ピ
⑳
や
b
。
9
⑳
℃
．
ω
9
⑳
℃
℃
■
お
ム
餅

幣
卜
。
野
⑳
℃
「
も
。
。
。
．
⑳
や
ω
O
・
⑳
や
ω
り
．

℃
ρ
ω
N
竃
。
考
ぎ
斜
。
唱
9
0
淳
二
勺
・
ω
お
’

尉
官
隅
順
夢
、
前
掲
書
、
四
〇
頁
。

O
鐸
自
N
♂
○
や
。
搾
、
即
置
り
■

＜
⑦
＝
類
儒
巴
受
尋
○
憎
◆
9
汁
こ
即
卜
。
ぱ
．

　
　
例
え
ば
、
昇
曙
夢
、
前
掲
諜
、
四
一
一
四
一
三
貴
。

　
　
℃
ρ
巳
農
舞
。
＜
ρ
o
℃
．
o
洋
璽
℃
即
8
．
．

　
　
昇
曙
夢
、
前
掲
書
、
閥
三
－
四
四
頁
。

　
　
例
え
ば
、
昇
、
前
掲
書
、
四
〇
頁
、
植
野
、
　
一
八
三
－
八
四
頁
、

　
＜
段
嵩
欝
α
し
。
犀
ざ
勺
殉
・
b
」
謹
…
卜
⊃
胡
．
○
露
山
N
ざ
勺
．
H
①
曽
等
々
。

⑪
Q
巳
N
ざ
。
や
9
け
こ
即
H
①
蒔

⑫
　
例
え
ば
、
昇
、
前
掲
書
、
四
四
頁
、
○
阿
山
N
ざ
。
や
9
梓
こ
勺
．
同
忠
等
々
。

⑬
⑭
⑮
　
℃
霧
N
三
①
三
。
N
噛
。
や
9
叶
二
℃
勺
．
亦
。
⑦
1
9
．
℃
や
鋒
り
ム
G
。
伊
℃
勺
・

　
け
淫
i
寄
O
◆

⑯
⑪
　
ク
リ
ュ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
㎝
．
ロ
シ
ヤ
史
』
、
昭
和
二
一
、
第
～
巻
、
二

　
一
七
頁
。

⑱
　
以
下
古
代
ロ
シ
ヤ
文
学
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
昇
曙
夢
、
前
掲

　
漁
目
、
　
漁
少
照
、
　
山
パ
ー
四
七
響
貝
。

⑲
　
開
．
物
蕪
照
』
原
文
、
℃
●
①
”
℃
9
一
ω
．
に
「
ル
シ
ー
ツ
イ
扁
、
℃
陰
一
ρ
勺
■
一
Q
Q
’

　
に
「
ル
シ
ー
チ
イ
」
と
亜
め
る
。

⑳
○
巳
ミ
b
や
2
f
勺
■
ま
ピ

③
　
植
野
、
前
掲
雷
、
　
一
八
五
－
一
八
六
頁
。

働
〉
　
除
村
吉
太
郎
訳
「
ロ
シ
ヤ
年
代
記
」
一
一
八
五
年
の
条
。

⑨
　
『
物
語
』
．
際
文
勺
■
蒔
蔭
に
、
　
「
カ
ガ
ン
な
る
オ
レ
ー
グ
の
子
、
ヤ
ロ
ス

　
ラ
フ
の
過
ぎ
に
し
晴
の
詩
人
バ
ヤ
ン
」
と
あ
る
。
植
野
氏
の
訳
は
意
味
が

　
へ
瀬
じ
な
い
　
（
汕
閾
掲
勲
口
、
　
二
｛
ハ
（
）
胃
只
）
、
　
な
あ
4
0
　
＜
O
巴
昌
餌
畠
ω
閑
《
　
」
も
　
「
カ
ガ
ン
」

　
を
オ
レ
…
グ
に
か
け
て
い
る
（
o
℃
．
o
群
こ
℃
．
刈
刈
）
。

⑭
　
℃
9
ω
N
匡
。
≦
8
N
、
o
や
鼠
け
こ
蜀
雪
ω
語
凸
器
．
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On　the　word　“Rus’”　in　“the　Tale　of　the　Raid　’of　lgor”

　　　　　by

Ry6hei　Kisaki

　　Henryk　Paszl〈iewicz　is　right　when，　treating　the　problem　cencerning　the

authentlcity　of　“　the　Tale　of　the　Raid　of　lgor　”　from　a　historicai　side，　．he

says　that　the　mere　linguisti¢　analysis　of　a　work　is　not　a　decisive　proof

to　answer　such　a　question．　But　we　cannot　agree　with　him　when　he　as－

serts　that　ih　the　period　reaching　from　the　10th　to　the　13th　century　the

word　“　Rus’　”　in’　its　broad　sense　had　only　religious　meaning．　For，　in　that

period　the　word　had　not　only　the　religlous，　but　also　perhaps　the　state，

politlcal－national　rneaning．　ln　spite　of　such　a　shortcoming，　he　is　quite

right　when　he　inslsts　that　the　Tale　is　apocryphal　because　the　author　of

the　poem　endows　the　word　with　a　meaning　unknown　in　the　12th　century，

to　which　the　work　is　supposed　to　belong，　and　because　in　the　Tale　the

anomalies　are　really　too　nu孤erous．　Namely，　in　that　Tale　we　find　that

the　word　“Rus’”　has　two　meanings：　one　is　religious，　the　other　is　natio－

nal一一not　political－national，　but　ethnical－national．　Since　such　uses　coAt－

rftc　dict　one　another　and　are　anomalous，　and　since　the　ethnical－national　use

ls　not　to　be　found　in　any　of　the　hjstorical　sources　in　the　12th　century，

so　1　also　am　incllned　to　assert　that　the　Tale　was　not　written　in　that

century．

On　Kbtai－yoriai－minoshza交代寄合美濃衆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　especially　of　the　Nisltitaka8i　families酉高木家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Yasabur6　Hioki

　　Documents　of　the　Nishitaflagi　families西高木家，　owned　by　the　Nagoya

University，　sti11　rernains　in　course　of　arrangement，　in　a　large　quantity

over　a　trucl〈一load．

　　Also　the　house　in　Kamiishizu－mura，　y6プ6－8κπ，　Gゴ〆初一ken　IU支阜県養老糧～」二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　834　）


